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か

つ

て

唯
一

の

実
体
と

し
た

絶
対
的
自
我
と

結
合
し
て

い

る
、

と

批
判
す

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

は

最
初
シ
ェ

リ
ン

グ
を

彼
の

解
釈
者
と

見
て

い

た

が
、

シ

ェ

リ

ン

グ

は

初
め

か

ら
、

特
に

『

私
の

哲
学
体
系
の

叙
述
』

以

降、

絶
対

的
自

我
を

自
我
と

非
我、

自
巾
と

自
然
と

の

根
底
に

あ
る

両
者
の

無
差
別

な

同
一

性
と

し
て

の

絶
対
者
と

考
え
て

お

り、

フ

ィ

ヒ

テ

と

シ
ェ

リ
ン

グ

両
者
に

は
、

あ
る

意
味
最
初
か
ら
、

絶
対
的
自
我
に

関
し

て

齟
齬
が

生

じ

て

い

た

の

で

あ
る

。

　
と
こ

ろ

で
、

フ

ィ

ヒ一
71
は

絶
対
者
を

通
俗
哲
学
書
に

お

い

て

初
め

て

導

入
し

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

カ

ン

ト

の

宗
教
論
と

誤
解
さ
れ

た

「

あ
ら

ゆ
る

啓
示
批
判
の

試
み
』

は
、

カ

ン

ト

と

同
様
に、

絶
対
者
を

最
高
善
実
現
の

た

め

に

要
請
し
て

い

る
。

ま
た

無
神
論
論
争
期
の

フ

ィ

ヒ

テ
は

「

神
の

世

界
支
配
へ

の

私
た

ち
の

信
仰
の

根
拠
に

つ

い

て
」

な
ど
一

連
の

論
文．
で
、

神
へ

の

信
仰
を
人
間
の

内
に

前
提
し
た

ヒ

で
、

人

間
が

神
の

世
界
支
配
を

信
じ

て

い

る、

と

い

う
こ

と

を
理
性
的
存
在
者
の

必
然
的
な
振
る
舞
い

か

ら

事
実
と

し
て

導
出
す
る

。

つ

ま
り
道
徳
的
心
術
に

基
づ

い

て

神
に

対
す

る

信
仰
が

存
在
す
る

こ

と

に

な

り、

『

あ
ら

ゆ
る

啓
示

批
判
の

試
み
』

に

お

け
る

神
と

あ
る
意
味
同
じ
神
が
論
じ
ら
れ
て

い

る

が、

信
仰
の

内
在
を

前
提
す
る

点
に
違
い

は

あ
る

。

こ

の

点
は

知
識
学
講
義
や
通
俗
哲
学
書
等

で

次
第
に

明
白
と

な
る

。

　
フ

ィ

ヒ

テ

は

神
に

つ

い

て

最
初
か
ら
論
じ
て

い

た

が、

彼
が
精
力
を

注

い

だ

知
識
学
講
義
等
は

公

刊
さ
れ
る
こ

と

な
く、

通
俗
哲
学
書
の

み
が

出

版
さ
れ
た

た
め、

同
書
で

絶
対
者
が
論
じ
ら
れ
た
、

と

シ
ェ

リ
ン

グ
に

は

受
け

取
ら

れ
た

。

例

え
ば
、

「

一

八

〇
四

年
知
識
学

第
二

回
講

義
』

に

お

い

て

も
先
の

カ

ン

ト
批
判
に

基
づ

き、

フ

ィ

ヒ

テ

は

存
在
と

思
惟
と

の

関

係
か
ら

、

「

両

者
の

絶
対

的
統
一

と

不
可
分
性
の

原
理

の

う
ち
に
」

絶
対

者
を

求
め

、

そ
し
て

最
高
の

事
実
的

明
証
と
し

て

絶

対
者
を

定
立

す
る

。

次
に

そ
の

原

理
か
ら
逆
に

両

世
界
の

現
象
を

発
生
的
に

証
明

す
る

と

と
も

に
、

絶
対
者
と

絶
対
的
自

我
と

の

関

係
も
明
ら
か

に

す
る

。

『

浄
福
な
る

生
へ

の

指
教
』

に

お

い

て

は

人
間
の

生
を

「

真
実
の

生
」

と

「

仮

象
の

生
」

と

に

分

け
、

絶
対
者
と

人
間
と
の

関
係
を
五

つ

の

立
場
か

ら

説
明
す

る
。

絶
対
者
の

も
と
で

自
我
を

論
じ
る

が
、

こ

こ

に

人

間
的

自
我
が
ど

こ

ま
で

絶
対
者
と
一

致
す
る

か
、

と
い

う
問
題
が

生
じ
る

。

　
以
上

の

よ

う
に

、

シ
ェ

リ

ン

グ

の

フ

ィ

ヒ

テ

批
判
は

、

両

者
が

独
自
の

哲
学
を
展
開
し

た
と
い

う
こ

と

を

考
慮
す
れ
ば
、

フ

ィ

ヒ

テ

の

絶
対
的
自

我
が

シ
ェ

リ

ン

グ

の

そ
れ

と
は

相
違

し、

人
間
的
自
我
で

あ
る

こ

と

は

当

然
の

こ

と

で

あ
る

。

ま
た
、

通
俗
哲
学
書
で

絶
対
者
が

現
れ

た
、

と

い

う

批
判
は
、

フ

ィ

ヒ

テ

と
シ
ェ

リ
ン

グ

と

の

間
が

疎
遠
と

な
っ

た

こ

と
、

知

識
学
講
義
等
が

公

刊
さ

れ

な

か
っ

た
こ

と

が
原
因
で

あ
り

、

フ

ィ

ヒ

テ
が

そ
れ

以
前
に

も

絶
対
者

に
つ

い

て

論
じ
て

お

り、

一

面

的
な

批
判
で

あ

る
。

し
か

し

フ

ィ

ヒ

テ

が

絶
対
者
と
の

関
係
で

自
我
を

論
じ

る

際、

絶
対

的
自
我
と

絶
対
者
と
が

ど

こ

ま
で

相
即
す
る
か
、

と
い

う
問
題
が
出
て

き

た

こ

と

は
、

シ
ェ

リ
ン

グ

の

批
判
の

通
り
で

あ
る．、

フ

Y間

ど
ヒ

シ

ラ

i
の

遊

戯
衝
動
に
つ

い

て

神
性
と

人

田

　
冂

　
博
　
子

　
「

人

間
は
そ
の．
言

葉
の

十
全
な

意

味
に

お

い

て

人
間
で

あ
る

場
合
の

み
、

遊
ぶ

こ

と

が

で

き
る
の

で

す
。

そ
し
て、

遊
ん

で

い

る
と

き
に

こ

そ、

全
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き
人

間
な
の

で

す
」

。

こ

の

章

旬
で

有
名
な

「

人

間
の

美
的
教

育
に
つ

い

て

1
一

連
の

書
簡
1

』

の

主
題

は
人

間
性
の

陶
冶
で

あ
る

。

本

稿
で

は
遊

戯
衝
動
を
通
し

て
、

「

美
的
教
育
書
簡
』

に

お
け
る
、

神
性
と
人

間
お
よ

び
人

間
性
の

か
か

わ
り
を

考
察
し
た
い

。

　
美

的
陶
冶
は
い

か

に

し

て

人

間
に

影
響
を

与
え
た
か

と
い

う
問
題
を

取

り
扱

う
際、

シ

ラ

ー

は

「

人
間

と
は
一

体
何
か
」

と
い

う
探
究
か
ら
始
め

る
。

現
象
界
に

お

け
る

人
間
の

さ
ま
ざ
ま
な
あ

り
か
た
か
ら

抽

象
化
を

推

し

進
め

て

行
く
と、

二

つ

の

概
念
に

到
達

す
る

と
い

う
。

そ

れ
は

「

人

格

（
勺

興
ω

8）
」

と

「

状
態
（
N

島
鐙
口

α）
」

で

あ
る

。

人

格
と

は
、

人
間
に

お

け
る

不
変
・

不
動
の

も
の

で

あ

り
、

通

常
「

自
己
」

と

呼
ば

れ
る

も
の

で

あ
る

。

そ
し
て

「

時
間
」

は

人

格
の

中
に

始
ま
る

。

そ
れ

に

対
し
て、

状
態
は

変
化
・

生
成

す
る

も
の

で

あ
り、

自
己
を
さ
ま
ざ
ま
に

規
定
す
る

と
と
も
に
、

他
者
と
の

関
連
性
を

示
唆
す
る

。

　
こ

の．
一
つ

の

概

念
の

関
連
は、

当
然
の

ご

と

く
神
と

人

間
で

は

異
な

る
。

人
格
（

ペ

ル

ソ

ナ）

と
状
態
は
必
然
的
な
存

在
（
神）

に

お
い

て
一

に

し
て

同
一

の

も
の

だ
が

、

有
限
の

存

在
（
人
間）

に

お
い

て

は

永
遠
に

二

つ

で

あ
る

。

人
間
の

「

人
問
性
」

に

対
し
て、

神
の

「

神
性
」

が
対
置

さ

れ
る

。

そ
の

徴
表
は
あ
ら
ゆ

る
可
能
な
る
も
の

現
実
性
と
、

あ
ら
ゆ
る

現
実

的
な
る

も
の

の

必
然
性
で

あ

り
、

こ

の

二

つ

を

無
限
に

自
ら

の

課
題

と
す
る

よ

う
な
「

傾

向
」

が
「

神
的
」

と

名
付
け
ら
れ
る

。

　
神

性
へ

の

素
質
を
人
問
は
そ

の

人
格
性
の

裡
に

宿

す
が

、

神

性
へ

の

道

は
決
し

て

H
標
に

至
る
こ

と
が

な
い

。

そ
し
て
、

こ

の

道
は

人
間
の

「

諸

感
官
」

の

中
に

開
か
れ
て

い

る
。

こ

の

素

質
が
発
展

す
る

に

は
、

外
部
か

ら
の

何
等
か

の

働
き
か
け
が
必
要
で

あ
り、

そ
れ
を
感
受

す
る

諸
感
官
が

き
わ

め

て

重

要
な
役

割
を
果
た

す
と

見
な
さ
れ
て

い

る
。

　

ま
た
人
間
に

は
「

感
性
的
で

あ
り
理

性
的
で

あ
る

〔

人

間
の
〕

自
然
本

性
の

二

つ

の

根
本

法
則
」

が
存

在
し

、

前
者
は

「

絶

対
的
な

実

在
性
」

に、

後
者
は
「
絶
対
的
な
形

式
性
」

に

向
か

う。

こ

れ

ら

を

成
就
し

た

暁

に

は

「

私
が

出

発
点
と

し
た

神
性
と

い

う
概
念
へ

と
還

帰
す
る
」

。

シ

ラ

ー

の

人

間
観
は
、

伝
統
的
な
キ

リ
ス

ト

教
の

理
解
に

沿
う
も
の

で

あ
ろ

う
。

に

も
か
か
わ
ら

ず、

神
と

関
連
し
つ

つ

人
間
の

領
域
で

の

完
成
を
目

指
す
と

い

う
方
向
が
強

調
さ
れ
て

い

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
。

　

先
に

挙
げ
た
二

つ

の

課
題
を

遂
行

す
べ

く、
「

対
立

す
る
二

つ

の

力
」

が
わ

れ
わ

れ
を

突
き

動
か

す
。

ゆ

え
に

こ

の

力
は

「

衝
動
」

と

呼
ば

れ

る
。

第
一

の

衝
動
は
人
間
の

感
性
的
な
白
然

本
性
に

そ
の

起

源
を

有
す
る

「

感
性
的
衝
動
」

。

第
二

の

衝
動
は

人
間
の

理

性
的
な

自
然
本

性
に

そ

の

起

源
を

有
す
る

「

形
式
衝
動
」

。

感
性
的

衝
動
は

単
に

「

事
例
」

を
つ

く
る

だ

け
だ

が、

形
式
衝
動
は

「

法
則
」

を
与
え
る

。

こ

の

場
合

、

個

体
で

は

な
く、

類
的
存
在
が
志
向
さ
れ
て

い

る
。

　
こ

の

ふ

た

つ

の

衝
動
に

相
互
作
用
が
生

じ
た

結
果

、

人
間
の

裡
で

両

者

が
協
働
す
る

新
し
い

衝
動
が

覚
醒
す
る

。

シ
ラ

ー

は
こ

の

衝

動
を
遊
戯
衝

動
（

Qり

官
 

年
冨
σ
）

と

名
付
け
る

。

遊
戯
衝
動
の

対
象
は

「

生

け
る

形
態
」

で
、

「

美
と

は
、

ふ

た

つ

の

衝
動
が
向
か

う
〔

生

命
と

形
態
と

い

う〕

共

通
の

対
象
」

で

あ
る

。

こ

こ

で

の

「

遊
戯
」

と
い

う

言
葉
は、

外
的
に

も

内
的
に

も
強
制
す
る
も
の

が
な
い

こ

と

を

表
現
す
る

。

　
「

遊

戯
」

と

対
置
さ

れ

る

の

は

「

真
剣
さ
」

で

あ
る

。

「

…
…
人
間
は、

快
適
な
も
の
、

善
い

も
の
、

そ
し
て

完
全

な
も
の

に

関
し
て

た
だ

真
剣
に

向
き

合
い

ま

す
。

し
か

し
な
が
ら、

美
と

人

間
は

遊
ぶ

の

で

す
」

。

人
間

は

此
岸
で

神
性
に

到
達
す
る

こ

と
は

で

き
な
い

。

し
か

し、

遊
ん

で

い

る

と

き
に

は

縦
令
そ
れ
が
瞬
閤
で

あ
ろ

う
と

も、

人
間
は

神
的
な
も
の

に

触
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れ

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
い

か
。

ま
た
、

他
者
へ

向
か

う
感

性
的

衝

動
と

自
己
へ

向
か

う
形
成
衝
動
を

結
合
さ
せ

た

遊
戯
衝
動
は

、

自

己
と

他

者
の

問
で

働
く
も
の

で

あ
ろ

う
。

更
に

そ
こ

に

は

類
的
存
在
も

射
程
に

入

っ

て

く
る

。

初
期
ロ

マ

ン

派
の

ポ

エ

ジ

ー

の

ご

と

く、

遊
戯
衝
動
は

共
同

体
の

紐
帯
に

な
り
う
る

と

シ

ラ

ー

は

考
え

て
い

た

の

で

は

な
い

か
。

キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

に

お

け
る

正

義
の

問
題

　

　
　

「

真
理
の

証
入
」

概
念
か
ら

須
　
藤
　
孝
　
也

　
ロ

ー

ル

ズ
は
、

正
義
論
の

第
一

の

主
題
を
「

社
会
の

基
本
構
造
」

と

し

た

上

で
、

こ

れ
を

「

主

要
な
社
会
制
度
が
根
本
的
な
権
利
と

義
務
を

割
り

当
て
、

社
会
的
協
力
か

ら
生
じ
る

利
益
の

分
け
前
を

決
定
す
る

仕
方
」

と

規
定
し
て

い

る
。

リ
ベ

ラ

リ
ズ
ム

や
格
差
の

理
解
に

関
し
て

は
一

定
の

斬

新
さ
を
含
む

も
の

の
、

自
然
権
や
社
会
契
約
を
目
印
に
し
な
が

ら

「

財
」

の

社

会
的

分
配
の

い

か

ん
を

論
じ
る

近

世
以

来
の

正

義
論
の

伝
統
は
、

「

利
益
の

分

け
前
」

に

注
目

す
る

ロ

ー

ル

ズ

の

正
義

論
に

忠
実
に

引
き

継

が
れ

て

い

る
。

こ

れ
に

対
し
キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
、

自
分
が
手
に

す
る

財
に

つ

い

て

そ
の

権
利
を
主
張
す
る

こ

と

そ
れ
自
体
の

自
明
性
を

剥
奪
す
る
。

「

な
ぜ

な
ら、

た
と
え

ば
、

一

人
の

泥

棒
が

私
の

お
金
を
盗

む
と

い

う
場

合、

彼
が

そ

う
す
る
と

い

う
限
り
で

は、

彼
と

私
と

は

同
じ

で

は

な
い
。

し
か

し、

別
の

意
味
で

は

我
々

は

全
く
同
じ
な
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
お

金

は

と

て

も
善
い

も
の

だ

と

す
る

点
で
、

実
に

泥
棒
と

私
と
は

同
じ

考
え
な

の

で

あ
る
」

．

キ
ル

ケ
ゴ

ー

ル

は、

財
を

「

善
き
も
の
」

と

見
る
こ

と

を

根
本
か
ら

疑
い

、

財
に

立

脚
し
て

社
会
を

統
一

す
る

「

共
通

善
」

を
構
想

す
る

の

で

は
な

く、

む
し
ろ

、

そ
こ

に

人

間
同
士
の

争
い

を

見
る

。

そ
し

て

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

財
に

固
執
し
な
い

仕
方
で

、

人
び
と
が

社

会
を
構

成

す
る

こ

と
は

で

き
な
い

か
、

と
考
え
る

。

キ
ル

ケ

ゴ

ー

ル

が

忠

実
に

継

承
す
る

の

は
、

「

神
の

国
」

を

志

向
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

「

地
の

国
」

の

財
に

固
執
す
る

こ

と
か

ら
の

脱

却
を

果
た
そ

う
と

す
る

キ

リ

ス

ト

教
の

伝

統
で

あ
る

。

「

こ

の

世
の

財
は

ど

う
で

も
い

い

も
の

で

あ
り

、

そ
れ
だ
か

ら

聖

書
は
、

人
が

そ
れ

を

持
っ

て

い

る

と

き
に

は
、

そ

れ

を
ど

う
で

も
い

い

も
の

と

し

て

持
つ

べ

き
で

あ
る
と

教
え
る

の

で

あ
る
」

。

社
会
の

調
和

は
、

誰
か

が

財
を

諦
め

る

こ

と
に

よ
っ

て
、

は

じ

め

て

達
成
さ
れ

る

と
キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

考
え
た

。

　
「

国
家
に

任

命
さ

れ

た
裁
判

官
や
正

義
の

役
人
に

は
、

過
ち
や

犯
罪
を

見
つ

け
る

こ

と

に

忙
し

く
さ
せ

て

お

こ

う。

残
り
の

我
々

は
、

裁
判
官
や

正

義
の

役
人
を
命
じ
ら

れ

て

い

な

い
。

止

反
対
に
、

我
々

は

神
に

よ

っ

て

愛
を

命
じ

ら

れ
て

い

る
、

す
な
わ

ち

酌
量

す
る

穏
や
か

な
解
釈
に

よ

っ

て

多
く
の

罪
を

掩
う
よ

う
に

命
じ
ら
れ

て

い

る
」

。

こ

う
し
た
愛
は
、

言
う

ま
で

も
な
く、

神
と

関
わ

る

こ

と
に

よ

っ

て
、

す
な
わ

ち
神
に

愛
さ
れ

る

こ

と
に

よ

っ

て
、

人
間
が

学
ぶ

も
の

で

あ
る

。

こ

こ

に

は

正
義
と

愛
が

二

重
に

共
存
し

て

い

る

様
が
見
ら
れ
る

。

「

赦
す
」

こ

と
は

「

許

す
」

こ

と

と

同
じ
で

は

な
い
、

と

換
言
す
る

こ

と

が

で

き
よ

う
。

　
キ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

は
、

神
を
考
慮
せ

ず
に

人
間
だ

け
の

力
で

平
等
を
達
成

し
よ

う
と

す
る
企
て

に

つ

い

て
、

「

同
じ
一

つ

の

も
の

が、

格
差
を

廃
絶

し
よ

う
と

し
な
が
ら、

そ
う
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

別
の

格
差
を
導
入
し
よ

う
と

す
る
」

と

述
べ
、

そ
れ
は

不
可
能
で

あ
る
と

言

う
。

他
方、

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は
、

現
実
社
会
に

あ
る

不
平
等
を

見
据
え
な
が

ら
、

神
の

前
に

と
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